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公
房

『
赤
い
繭
』
さき...d..
日間
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ー

そ

の

意

味

と

位

置
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『
赤
い
繭
』
(
初
出
『
人
間
』
回
お
・
ロ
。
第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
営
拝
)
は
、

著
名
で
あ
り
な
が
ら
、
本
格
的
に
論
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
作
品
で
あ
り
、
独

立
し
た
作
品
論
と
し
て
で
は
な
く
、
作
家
論
の
中
で
、
簡
単
に
論
じ
ら
れ
る
乙
と

が
多
い
。
そ
れ
ら
の
論
に
お
け
る
、
「
赤
い
繭
』
の
主
題
に
つ
い
て
の
代
表
的
な

見
解
は
、
〈
「
赤
い
繭
」
に
は
、
家
の
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
悲
し
さ
が
、
簡
潔

に
、
そ
し
て
尖
鋭
に
、
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
〉
と
し
た
花
田
清
輝
氏
の
も

{
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の
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
1
氏
に
代
表
さ
れ
る
、
国
家
な
ど
の
共
同
体
に
帰
属

す
る
乙
と
は
自
己
(
〈
真
の
自
我
〉
〈
内
的
自
己
〉
)
の
喪
失
を
も
た
ら
す
、
と

(
2
}
 

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
論
の
中
に
、
作
品
の
最
終
場
面
ま
で
を

射
程
に
入
れ
た
も
の
は
、
一
編
も
認
め
ら
れ
な
い
。
本
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
、

〈
家
の
な
い
「
お
れ
」
に
家
が
で
き
た
と
き
、
肝
腎
の
住
む
べ
き
「
お
れ
」
が
な

{
3
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く
な
っ
た
〉
等
と
要
約
さ
れ
る
乙
と
が
多
い
と
い
う
事
実
に
、
端
的
に
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、
従
来
の
論
に
お
い
て
は
、

《
繭
の
中
で
時
が
と
だ
え
た
。
外
は
暗
く
な
っ
た
が
、
繭
の
中
は
い
つ
ま
で

田

裕

之

中

も
夕
暮
で
、
内
側
か
ら
照
ら
す
夕
焼
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
。
乙
の
目
立

つ
特
徴
が
、
彼
の
眼
に
と
ま
ら
ぬ
は
ず
が
な
か
っ
た
。
彼
は
繭
に
な
っ
た
お

れ
を
、
汽
車
の
踏
切
と
レ

l
ル
の
間
で
見
つ
け
た
。
最
初
腹
を
た
て
た
が
、

す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た
と
思
い
な
お
し
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
。

し
ば
ら
く
そ
の
中
を
と
ろ
と
ろ
し
た
後
で
、
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
に
移
さ
れ

た
。
》

と
い
う
、
本
作
品
の
最
終
場
面
が
、
全
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
作
品
主
題
の
明
確
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
作
品
の
最
終
場
面
を

切
り
捨
て
て
考
え
る
乙
と
は
、
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ
り
、
こ
と
に
対
象
が
、
本

作
品
の
よ
う
に
、
全
編
で
原
稿
用
紙
八
枚
程
度
の
短
編
で
あ
る
場
合
は
尚
更
で
あ

ろ
う
。

一
作
品
の
み
を
対
象
と
し
て
舎
か
れ
た
作
品
論
と
し
て
は
、
管
見

(
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に
よ
れ
ば
、
森
川
達
也
氏
の
「
短
篇
小
説
の
面
白
さ
『
赤
い
繭
』
」
が
認
め
ら
れ

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
森
川
氏
に
し
て
も
、
〈
乙
の
作
品
の
生
命
は
、

「
赤
い
踊
」
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
!
?
の
美
し
さ
、

『
赤
い
繭
』

伺
よ
り
も
ま
ず
、

に
あ
る
。
〉
〈
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
乙
め
た
寓
話
的
な
手
法
に
よ
っ
て
、

現
代
の
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
を
描
き
出
し
た
短
篇
だ
と
言
え
ば
、
む
ろ
ん
そ
の



通
り
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
単
に
乙
の
作
品
を
合
理
的
に
解
釈
し
(
略
)

そ
乙
に
含
ま
れ
て
い
る
寓
意
を
あ
れ
こ
れ
と
せ
ん
さ
く
し
て
も
始
ま
ら
な
い
と
ぼ

く
は
思
う
。
〉
と
さ
れ
、
作
品
主
題
に
つ
い
て
の
言
及
は
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

故
、
氏
は
、
本
作
品
の
最
終
場
面
に
つ
い
て
も
、
〈
乙
の
「
落
ち
」
は
蛇
足
で
あ

り
、
作
品
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
か
え
っ
て
不
鮮
明
に
し
、
媛
小
化
し
、
卑
小
化

す
る
も
の
〉
で
あ
り
、
〈
そ
こ
に
作
者
の
ね
ら
う
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
だ
が
、
し
か
し
そ
の
寓
意
は
い
か
に
も
貧
し
く
、
か
つ
常
識
的
で
あ
る
〉

と
、
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
尚
、
氏
、
が
、
如
何
な

る
寓
意
を
読
み
取
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
八
貧
し
く
、
か
つ
常
識
的
で
あ
る
〉
と
す

る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

筆
者
と
て
、
本
作
品
の
八
生
命
〉
が
、
何
よ
り
も
《
赤
い
繭
》
の
持
つ
イ
メ
ー

ジ
の
美
し
さ
に
あ
る
と
い
う
森
川
氏
の
見
解
に
、
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
作
品
は
、
筆
者
に
と
っ
て
も
、
安
部
の
作
品
中
で
最
も
好
き
な
作
品
の
一
つ
で

あ
り
、
で
き
る
な
ら
ば
、
乙
の
作
品
の
詩
的
で
、
幻
担
的
な
美
し
さ
を
味
わ
う
に

と
ど
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
の
だ
が
、
安
部
と
い
う
作
家
の
歩
み
の
中
で
、

本
作
品
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
の
解
明

は
、
是
非
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
乙
で
本
稿
で
は
、
先
ず
、
こ
れ
ま
で
な
お
ざ

り
に
さ
れ
て
き
た
、
作
品
の
最
終
場
面
ま
で
を
射
程
に
入
れ
て
、
本
作
品
の
主
題

の
明
確
化
を
目
指
す
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
安
部
文
学
に
お
け
る
本
作
品
の
位

置
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
試
み
た
い
。

2 

『
赤
い
繭
』
の
主
人
公
《
お
れ
》
は
、
作
品
冒
頭
か
ら
、

《
目
、
が
暮
れ
か
か
る
。
人
は
ね
ぐ
ら
に
急
ぐ
と
き
だ
が
、
お
れ
に
は
帰
る
家

が
な
い
。
お
れ
は
家
と
家
と
の
聞
の
狭
い
割
目
を
ゆ
っ
く
わ
長
ノ
き
つ
づ
け
る
。

街
中
こ
ん
な
に
沢
山
の
家
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
お
れ
の
家
が
一
軒
も
な
い

の
は
伺
故
だ
ろ
う
?
:
:
:
と
、
伺
万
遍
か
の
疑
問
を
、
ま
た
繰
返
し
な
が

ら。

V

と
い
う
よ
う
に
、
家
を
捜
し
求
め
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
乙
の
《
お
れ
》
の

姿
を
、
普
遍
化
さ
れ
た
〈
家
の
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
〉
の
姿
と
見
る
こ
と
も
当
然

(
5
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で
き
よ
う
。
し
か
し
、
乙
こ
に
、
短
編
集
『
夢
の
逃
亡
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
語

ら
れ
て
い
る
、
《
当
時
、
私
に
は
長
い
問
、
住
む
家
が
な
く
、
ま
た
金
が
な
く
、

し
た
が
っ
て
飢
え
疲
れ
て
い
た
。
》
と
い
う
、
安
部
の
個
人
的
な
体
験
が
投
影
さ

れ
て
い
る
乙
と
も
、
ま
た
間
違
い
あ
る
ま
い
。
更
に
、
乙
乙
に
は
、
そ
の
よ
う
な

体
験
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
、
安
部
の
思
想
レ
ベ
ル
の
問
題
も
、
注
ぎ
込
ま
れ
て
い

-16一

つ
ま
り
、
乙
乙
で
は
求
め
る
対
象
が
家
に
限
定
さ
れ
て
い
る

と
は
言
え
、
乙
の
《
お
れ
》
の
姿
を
、
本
作
品
前
後
に
発
表
さ
れ
た
安
部
作
品
の

る
と
考
え
ら
れ
る
。

主
人
公
と
同
様
、
《
故
郷
》
喪
失
者
の
姿
と
し
て
見
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
論
に
お
い
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
l
氏
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
論

者
が
乙
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
先
ず
、
乙
の
点
を
確
認
す
る
乙
と
か

ら
始
め
た
い
。

安
部
の
処
女
作
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
(
昭
お
)
で
は
、
主
人
公
《
私
》
は
、

《
僕
は
あ
く
ま
で
存
在
を
単
純
化
し
た
い
の
だ
。
真
っ
裸
か
な
実
存
が
見
た
い
の

だ
。
》
《
も
っ
と
別
な
や
う
に
「
在
る
」
乙
と
が
何
故
不
可
能
な
ん
だ
。
》
と
い

う
思
い
か
ら
、
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
日
本
を
離
れ
る
。
彼
は
、
自
分
が
置
か
れ
た

日
本
の
状
況
に
、
ど
う
し
て
も
適
応
で
き
ず
、
自
己
の
存
在
の
意
味
を
確
か
め
る

た
め
、
ま
た
、
《
町
を
建
て
る
為
に
必
要
な
の
は
平
原
と
蹟
野
だ
。
》
と
、
自
己



を
位
置
付
け
得
る
場
所
を
建
設
す
る
た
め
に
、
満
州
へ
と
渡
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、

既
存
の
《
故
郷
》
を
否
定
し
て
、
新
た
な
《
故
郷
》
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

既
存
の
《
故
郷
》
に
適
応
で
き
な
い
の
は
、
『
異
端
者
の
告
発
』
(
阻
お
)
の
主

人
公
《
僕
》
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
を
、
《
ど
う
し
て
も
他
人
と
歩
調
を

合
は
せ
る
乙
と
の
出
来
な
い
人
間
、
ど
う
し
て
も
他
人
の
歩
調
を
覚
え
る
こ
と
の

出
来
な
い
人
問
、
ど
う
し
て
も
歩
調
の
存
在
な
ど
を
考
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
人

間
》
で
あ
り
、
《
存
在
の
資
格
》
を
持
っ
て
い
な
い
《
流
請
の
身
》
だ
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』

(
阻
部
)
で
は
、
《
名
前
》
を

失
っ
た
主
人
公
《
ぼ
く
》
が
、
社
会
の
中
に
自
己
を
帰
属
せ
し
め
る
場
所
を
見
出

せ
な
い
様
が
描
か
れ
る
。
ど
の
作
品
の
主
人
公
も
、
既
存
の
《
故
郷
》
と
は
、
つ

ま
り
は
既
成
秩
序
と
は
、
相
容
れ
な
い
、
《
故
郷
》
喪
失
者
で
あ
る
。
尤
も
、

『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』

『
異
端
者
の
告
発
』
の
主
人
公
が
、
既
存
の
《
故
郷
》

『
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
の
主
人
公
は
、
既

を
否
定
し
て
い
る
の
と
は
逆
に
、

『異

存
の
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
拒
否
さ
れ
る
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

端
者
の
告
発
』
の
《
僕
》
が
、
《
人
類
の
敵
》
だ
と
主
張
す
る
、
既
存
の
《
故

郷
》
を
否
定
す
る
存
在
で
あ
る
一
方
で
、
自
身
を
《
存
在
の
資
格
》
を
持
た
な
い

人
間
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
乙
れ
ら
は
、
い
わ
ば
同
じ
メ
ダ
ル
の
裏
表
の
関

係
に
あ
る
。
そ
し
て
、
安
部
が
、
『

s
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
に
お
い
て
、
主
人

公
を
、
否
定
す
る
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
否
定
さ
れ
る
存
在
と
し
て
設
定
し
た

乙
と
に
は
、
安
部
の
、

ア
ウ
ト
ロ
!
と
し
て
の
自
己
の
確
認
の
意
味
と
、
主
人
公

の
個
性
や
特
異
性
よ
り
も
、
主
と
し
て
、
主
人
公
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
そ
の
も

の
を
描
乙
う
と
す
る
意
図
が
あ
ろ
う
。

本
作
品
の
主
人
公
《
お
れ
》
の
設
定
は
、

『
s
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
の
《
ぼ

く
》
の
そ
れ
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
赤
い
繭
』
を
、
以
上
の
諸
作
品
の
間

に
置
い
て
見
る
と
、
《
お
れ
》
の
姿
が
、
普
遍
化
さ
れ
た
〈
家
の
な
い
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
〉
の
姿
と
し
て
見
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
た
、
若

し
く
は
、
安
部
が
戦
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
置
か
れ
た
状
況
に
仮
託
し
な
が

ら
作
品
を
描
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
、
他
の
作
品
と
同
様
の
、

《
故
郷
》
を
め
ぐ
る
、
安
部
の
切
実
な
問
題
意
識
が
あ
る
と
言
え
る
。

《
お
れ
》
は
、
ど
乙
に
も
自
分
の
家
を
、
即
ち
、
自
分
を
帰
属
せ
し
め
る
場
所

を
見
出
せ
な
い
。
《
家
が
な
い
の
で
は
な
く
、
単
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
な
の

か
も
し
れ
な
い
》
と
思
い
、
《
偶
然
通
り
か
か
っ
た
一
軒
の
前
に
足
を
と
め
》
、

そ
の
家
の
《
女
》
に
《
乙
こ
は
私
の
家
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
?
》
と
尋
ね

て
み
る
が
、
相
手
に
さ
れ
る
わ
け
も
な
い
。
《
工
事
場
や
材
料
置
場
の
ヒ
ュ

l
ム

管
が
お
れ
の
家
、
だ
》
と
錯
覚
し
た
乙
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
《
お
れ
の
意

志
や
関
心
と
は
無
関
係
に
そ
こ
か
ら
消
え
て
し
ま
》
う
か
、
《
明
ら
か
に
お
れ
の

家
で
は
な
い
も
の
に
変
形
し
て
し
ま
っ
た
》
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
《
誰
の
も
の
で
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も
な
い
》
は
ず
の
公
園
の
ベ
ン
チ
で
さ
え
、

《
「
乙
ら
、
起
き
ろ
。
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。

ま
し
て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
さ
あ
、
と
っ
と
と
歩
く

ん
だ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お
う
。
そ
れ
以

外
の
と
こ
ろ
で
足
を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
だ
け
で
お

ま
え
は
罪
ぞ
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
」
》

と
主
張
す
る
《
梶
棒
を
も
っ
た
彼
》
に
よ
っ
て
追
い
出
さ
れ
る
た
め
、
《
お
れ
》

の
家
と
は
な
ら
な
い
。

乙
の
《
彼
》
が
警
察
官
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

《
お
れ
》
は
、

『
s
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
《
ぼ
く
》
が
、
国
家
権
力
を
頂
点

と
し
た
、
既
成
秩
序
を
維
持
し
監
督
す
る
存
在
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
裁
判
組
織

に
よ
っ
て
、
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
国
家
権
力
の



側
に
属
す
る
《
彼
》
に
よ
っ
て
、
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
拒
否
さ
れ
る
。
自
身
を
、

《
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
》
に
準
え
る
《
お
れ
》
は
、
決
し
て
、
既
存
の
《
故

郷
》
と
は
相
容
れ
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
。

《
お
れ
》
は
更
に
歩
き
続
け
る
。
す
る
と
、
《
ね
ば
り
け
の
あ
る
絹
糸
》
が
足

に
ま
つ
わ
り
つ
く
。
《
好
奇
心
に
か
ら
れ
て
た
ぐ
り
つ

ψ

つ
け
る
と
》
、
《
次
第
に

体
が
傾
》
い
て
く
る
。
《
糸
を
た
ぐ
る
に
つ
れ
て
、
お
れ
の
足
が
ど
ん
ど
ん
短
く

な
っ
て
い
》
く
。
《
そ
の
糸
は
、
糸
瓜
の
せ
ん
い
の
よ
う
に
分
解
し
た
お
れ
の
足

で
あ
っ
た
の
だ
》
。
そ
の
後
、
糸
は
《
自
分
で
ほ
ぐ
れ
て
蛇
の
よ
う
に
身
に
ま
き

っ
き
は
じ
め
》
る
。
《
糸
は
や
が
て
お
れ
の
全
身
を
袋
の
よ
う
に
包
み
込
ん
だ
が
、

そ
れ
で
も
ほ
ぐ
れ
る
の
を
や
め
ず
、
胴
か
ら
胸
へ
、
胸
か
ら
肩
へ
と
次
々
に
ほ
ど

け
、
ほ
ど
け
て
は
袋
を
内
側
か
ら
固
め
》
る
。
《
つ
い
に
お
れ
は
消
滅
し
》
、

《
後
に
大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
が
残
》
る
。
そ
し
て
、
《
こ
れ
だ
け
は
確
実
に
誰
か

ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
お
れ
の
家
だ
。
だ
が
、
家
が
出
来
て
も
、
今
度
は
帰
っ
て
ゆ

く
お
れ
が
い
な
い
。
》
と
い
う
状
態
に
至
る
。

乙
の
《
繭
》
の
生
成
は
、
《
お
れ
》
の
、
家
が
欲
し
い
と
い
う
願
望
の
成
就
だ

と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
乙
れ
を
し
て
、
《
お
れ
》
が
既
存
の
《
故
郷
》
へ
帰
属

し
得
た
と
見
る
乙
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
確
か
に
《
お
れ
》
は
、
《
故
郷
》
へ

の
帰
属
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
《
お
れ
》
は
こ
れ
ま
で
、
《
彼
》
の
言
葉
等

に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
決
定
的
に
否
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
な
に
よ
り

も
、
《
お
れ
》
が
《
繭
》
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
《
お
れ
》
が
路
上
に
お
い
て
、

既
存
の
《
故
郷
》
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
ま
ま
で
、
家
そ
の
も
の
と
な
っ
た
乙
と
を

意
味
し
て
い
る
。
《
繭
》
と
化
し
た
段
階
の
《
お
れ
》
は
、
決
し
て
、
《
女
》
や

《
彼
》
が
属
し
て
い
る
《
故
郷
》
に
帰
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、

本
作
品
の
乙
乙
ま
で
の
展
開
か
ら
、
国
家
な
ど
の
共
同
体
に
帰
属
す
る
乙
と
は
自

己
喪
失
を
も
た
ら
す
、
と
い
っ
た
主
題
を
読
み
取
る
の
は
、
当
を
得
て
い
ま
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
、
先
に
引
用
し
た
作
品
の
最
終
場
面
は
、
蛇
足

と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
見

解
を
述
べ
る
論
者
は
、
最
終
場
面
に
つ
い
て
は
触
れ
る
乙
と
が
な
い
。

《
お
れ
》
は
、
既
存
の
《
故
郷
》
に
帰
属
し
得
ず
、
自
ら
を
《
繭
》
と
化
し
た

と
き
、
《
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
》
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
如
何
な
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』

(回

nim)
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

《
既
に
在
り
、
人
々
に
共
通
な
も
の
と
し
て
在
る
昼
に
ど
う
し
て
も
満
足
出

来
な
い
な
ら
、
自
分
だ
け
の
昼
を
そ
の
昼
か
ら
守
り
隠
さ
う
と
す
る
乙
と
に

と
Y
ま
ら
ず
、
せ
っ
せ
と
夜
の
中
で
ま
ゆ
を
紡
ぎ
、
光
に
答
へ
る
瞬
間
ま
で

に
僕
独
り
の
昼
が
運
命
づ
け
ら
れ
た
落
差
を
埋
め
つ
く
す
や
う
に
す
れ
ば
よ

い
。
僕
等
は
誰
で
も
自
分
独
り
の
昼
を
持
つ
乙
と
が
出
来
る
は
ず
だ
。
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こ
と
に
よ
る
と
古
い
昼
だ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
悪
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
事

情
さ
へ
分
れ
ば
僕
が
自
分
だ
け
で
自
分
独
り
の
昼
を
支
へ
て
ゐ
る
乙
と
も
見

の
が
し
て
く
れ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
も
う
伺
も
恐
れ
る
乙
と

は
な
い
だ
ら
う
。
せ
っ
せ
と
糸
を
紡
い
で
ゐ
た
自
分
を
組
ひ
起
乙
し
い
つ
く

し
む
乙
と
だ
。
限
り
な
く
自
分
の
昼
へ
夜
の
中
で
作
っ
た
歌
や
生
物
や
不
安

や
絶
望
を
投
げ
入
れ
、
そ
れ
を
重
く
、
負
ひ
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
に
し
て
行

く
乙
と
だ
。
》

《
既
に
在
り
、
人
々
に
共
通
な
も
の
と
し
て
在
る
昼
に
ど
う
し
て
も
満
足
出
来
な

い
》
人
物
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
の
《
私
》
で
あ

り
、
『
異
端
者
の
告
発
」
の
《
僕
》
で
あ
る
。
逆
に
、
《
既
に
在
り
、
人
々
に
共

通
な
も
の
と
し
て
在
る
昼
》
を
ど
う
し
て
も
獲
得
で
き
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
既



成
秩
序
の
中
で
の
存
在
権
を
ど
う
し
て
も
獲
得
で
き
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
た

の
が
、
『
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
の
《
ぼ
く
》
で
あ
り
、
本
作
品
の
《
お
れ
》

で
あ
る
。
《
既
に
在
り
、
人
々
に
共
通
な
も
の
と
し
て
在
る
昼
に
ど
う
し
て
も
満

足
出
来
な
い
な
ら
》
、
《
ま
ゆ
を
紡
ぎ
》
、
《
自
分
独
り
の
昼
》
を
持
て
ば
よ
い

の
だ
と
、
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
の
《
僕
》
は
考
え
て
い
る
。
乙
れ
は
、

《
お
れ
》
の
《
繭
》
へ
の
変
形
に
も
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
存
の

《
故
郷
》
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
本
作
品
の
《
お
れ
》
も
ま
た
、

《
繭
》
の
中
で
、
《
自
分
独
り
の
昼
》
を
持
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
終
場
面
に
見
ら
れ
る
、
《
外
は
暗
く
な
っ
た
が
、
繭
の
中
は
い
つ
ま
で
も
夕
暮

で
、
内
側
か
ら
照
ら
す
夕
焼
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
。
》
と
い
う
一
文
は
、
ま

さ
に
《
自
分
独
り
の
昼
》
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
何
故
、
《
自
分
独

り
の
昼
》
を
持
つ
こ
と
が
、
《
お
れ
が
い
な
い
》
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
の

『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
で
は
、
《
僕
》
が
自
ら
、

意
識
的
に
《
ま
ゆ
を
紡
》
ぐ
の
応
対
し
て
、
本
作
品
の
《
お
れ
》
は
、
自
分
の
意

志
と
は
無
関
係
に
《
繭
》
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
伺
故
、

先
ず
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
乙
と
は
、
乙
の
《
お
れ
が
い
な
い
》
と
い
う
状
態

は
、
自
己
の
喪
失
と
い
っ
た
言
葉
や
、
〈
真
の
自
我
〉
〈
内
的
自
己

V
の
喪
失
と

い
っ
た
暖
昧
な
言
葉
で
置
き
換
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

《
お
れ
》
の
《
繭
》
へ
の
変
形
は
、
あ
く
ま
で
も
《
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
》
の
喪
失

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
《
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
》
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
《
繭

に
な
っ
た
お
れ
》
は
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
本
作
品
に
お
い
て
、
歩
く
と
い
う
行

為
が
強
調
さ
れ
、
家
を
捜
し
求
め
る
《
お
れ
》
と
、
《
繭
》
(
家
)
と
な
っ
た

《
お
れ
》
と
い
う
こ
項
対
立
が
、
《
歩
き
つ
づ
け
る
》
《
お
れ
》
と
、
歩
行
を
停

止
し
た
《
お
れ
》
と
の
ニ
項
対
立
に
も
な
っ
て
い
る
乙
と
か
ち
す
れ
ば
、
《
お
れ

が
い
な
い
》
と
い
う
状
態
は
、
嘗
て
の
《
お
れ
》
、
歩
き
回
っ
て
い
た
《
お
れ
》
、

即
ち
、
行
動
す
る
主
体
と
し
て
の
《
お
れ
》
の
喪
失
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

《
繭
》
と
化
し
た
時
、
嘗
て
の
《
お
れ
》
の
肉
体
は
、
確
実
に
消
滅
し
て
お
り
、

乙
れ
を
し
て
、
行
動
す
る
主
体
と
し
て
の
《
お
れ
》
の
喪
失
と
考
え
る
乙
と
は
で

き
る
。
し
か
し
、
自
己
喪
失
と
か
、
〈
真
の
自
我
〉
〈
内
的
自
己
〉
の
喪
失
と
言

い
得
る
よ
う
な
、
《
お
れ
》
の
精
神
的
な
も
の
の
消
滅
は
、
ど
乙
に
も
描
か
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
《
繭
》
の
中
は
《
空
っ
ぽ
》
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
こ
に
は
、
《
内
側
か
ら
照
ら
す
》
光
が
あ
る
。
乙
れ
は
、
精
神
的
な
も

の
の
消
滅
で
は
な
く
、
逆
に
、
《
お
れ
》
が
、
精
神
の
み
の
存
在
と
な
っ
た
乙
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
既
存
の
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
決
定
的
に
否
定
さ
れ
た
、
即
ち
、

既
存
の
《
故
郷
》
と
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
《
お
れ
》
が
選
び
得
る
道
は
、
二
つ

一
つ
は
、
自
己
を
位
置
付
け
得
る
、
新
た
な
《
故
郷
》
の
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あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

獲
得
の
た
め
に
、
既
存
の
《
故
郷
》
の
変
革
へ
と
向
か
う
道
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
」
の
《
僕
》
が
選
ん
だ
、
《
自
分
独
り
の
昼
》
を

持
つ
と
い
う
道
で
あ
る
。
前
者
は
、
主
体
的
な
行
動
の
方
向
性
を
変
え
る
も
の
で

あ
る
が
、
後
者
は
、
主
体
的
な
行
動
を
や
め
、
自
分
一
人
の
精
神
世
界
で
充
足
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
非
能
動
的
、
非
社
会
的
な
、
い
う
な
れ
ば
巣
と
も
り

の
姿
勢
で
あ
る
。
乙
こ
に
は
、
行
動
す
る
主
体
は
な
い
。
『
赤
い
繭
』
に
お
け
る
、

《
繭
》
と
な
っ
た
《
お
れ
》
の
姿
は
、
乙
の
巣
ご
も
り
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と
言

え
よ
う
。
《
繭
》
の
中
へ
巣
ご
も
る
乙
と
が
、
行
動
す
る
主
体
た
る
《
帰
っ
て
ゆ

く
お
れ
が
い
な
い
》
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
《
お
れ
》
は
、
自
ら
進
ん
で
、
《
繭
》
の
中
に
巣
ご
も
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
先
の
二
つ
の
選
択
肢
は
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
し
て
あ
り
、
《
お



れ
》
は
、
ニ
つ
の
選
択
肢
を
前
に
し
て
、
意
識
的
に
、
後
者
の
巣
と
も
り
の
姿
勢

を
選
び
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
《
繭
》
へ
の
変
形
に
際
し
て
は
、
《
お
れ
》
の

意
志
と
は
無
関
係
に
、
足
が
勝
手
に
ほ
ぐ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
《
お
れ
》
は
、

い
わ
ば
、
巣
ご
も
り
の
状
態
へ
と
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ

『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
と
の
相
違
点
が
あ
る
の
だ
が
、
乙

れ
は
、
両
作
品
の
間
で
の
、
作
者
安
部
の
、
巣
と
も
り
の
姿
勢
に
対
す
る
認
識
の

相
還
を
示
し
て
い
よ
う
。
即
ち
、

う
に
、
乙
乙
に
、

『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
で
は
、
《
自
分
独

り
の
昼
》
を
持
つ
と
い
う
巣
と
も
り
の
姿
勢
は
、
プ
ラ
ス
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て

お
り
、
《
僕
》
は
、
自
ら
そ
れ
を
選
び
取
ろ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本

作
品
で
は
、
そ
れ
が
、
既
存
の
《
故
郷
》
に
帰
属
し
得
な
い
ま
ま
歩
き
続
け
、

《
首
を
く
く
り
た
く
な
》
る
ほ
ど
に
も
疲
れ
切
っ
て
い
た
《
お
れ
》
が
陥
る
、
陥

穿
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
巣
と
も
り
の
姿
勢
が
、
乙

の
よ
う
に
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
と
、
作
品
の
最
終
場
面
は
、
密
接

な
関
係
を
有
す
る
。
《
繭
》
に
変
形
し
た
《
お
れ
》
の
姿
を
、
巣
と
も
り
の
姿
勢

を
示
す
も
の
と
見
た
時
、
作
品
の
最
終
場
面
は
、
結
末
と
し
て
欠
か
せ
な
い
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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作
品
の
最
終
場
面
で
、
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
》
は
、
《
彼
》
に
拾
わ
れ
、
そ
の

後
、
《
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
》
に
移
さ
れ
る
。
こ
の
《
彼
》
に
つ
い
て
、
森
川
氏

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

八
乙
の
「
お
れ
」
を
汽
車
の
踏
切
と
レ

l
ル
の
間
で
見
つ
け
た
の
だ
か
ら
、

「
彼
」
は
少
く
と
も
こ
の
踏
切
に
伺
か
の
関
係
を
持
つ
人
問
、

た
と
え
ば
毎

日
乙
の
踏
切
ら
』
渡
勺
て
通
う
人
聞
か
、
あ
る
い
は
偶
然
こ
の
踏
切
を
渡
っ
た

人
聞
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
男
は
、
汽
車
の
踏
切
と

レ
ー
ル
の
聞
に
転
が
っ
て
い
る
乙
の
「
お
れ
」
を
見
つ
け
て
「
最
初
腹
を
立

て
た
」
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
単
に
一
介
の
通
行
人

で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
「
腹
を
立
て
た
」
の
は
い
か
に
も
不
自
然
だ
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
乙
の
男
は
一
介
の
通
行
人
で
は
な
く
て
、
鉄

道
に
特
別
の
関
係
を
持
つ
人
間
、
た
と
え
ば
踏
切
番
の
よ
う
な
人
間
、

てコ
ま

り
は
平
凡
な
給
料
生
活
者
の
よ
う
な
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

V

も
し
、
最
終
場
面
に
の
み
《
彼
》
が
登
場
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
乙
の
氏
の
見
解

は
、
あ
る
程
度
領
け
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
に
は
、
既
に
、
《
彼
》

と
い
う
三
人
称
で
示
さ
れ
る
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
最
終
場
面

の
《
彼
》
を
、
既
に
登
場
し
て
い
る
《
彼
》
と
、
同
一
人
物
と
ま
で
は
言
え
な
い
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に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
同
職
業
の
人
物
で
は
あ
る
と
考
え
る
。
勿
論
、
作
品
中

に
、
乙
の
乙
と
を
直
接
に
示
す
記
述
は
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
が
、
全
編
で
原
稿
用

紙
八
枚
に
過
ぎ
ぬ
短
い
作
品
の
中
に
あ
っ
て
は
、
全
く
関
係
の
な
い
二
人
の
《
彼
》

が
登
場
す
る
よ
り
も
、
同
じ
、
若
し
く
は
同
類
の
《
彼
》
が
、
二
度
登
場
す
る
こ

と
の
方
が
、
よ
り
作
品
の
緊
密
さ
を
高
め
る
乙
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
終
場

面
の
《
彼
》
が
、
先
に
登
場
し
た
《
彼
》
と
同
様
に
、
警
察
官
で
あ
る
な
ら
、

《
汽
車
の
踏
切
と
レ

l
ル
の
間
》
民
、
異
物
た
る
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
》
を
見
つ

け
て
、
《
最
初
腹
を
た
て
た
》
乙
と
も
、
全
く
自
然
な
乙
と
と
し
て
受
け
取
れ

る
の
で
あ
る
。

(
《
彼
》
が
《
お
れ
》
を
見
つ
け
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
《
汽
車

の
踏
切
と
レ

l
ル
の
間
》
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
当
時
の
社
会
状
況
と
密
接

に
係
わ
っ
た
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ

る
。
)



最
終
場
面
の
《
彼
》
が
、
警
察
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
先
に

語
ら
れ
て
い
た
、
警
察
官
の
《
彼
》
が
登
場
す
る
場
面
が
、
そ
ζ

に
登
場
す
る

《
彼
》
は
一
人
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
背
後
に
複
数
の
《
彼
》
を
想
定
さ
せ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
も
挙
げ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
の
場
面
は
、
《
お

れ
》
が
既
存
の
《
故
郷
》
と
は
相
容
れ
な
い
人
物
で
あ
る
乙
と
を
示
す
挿
話
の
一

つ
と
し
て
、
《
お
れ
》
と
《
女
》
と
の
や
り
取
り
、
《
工
事
場
や
材
料
置
場
の
ヒ
ユ

l
ム
管
》
に
つ
い
て
の
話
、
に
続
い
て
語
ら
れ
て
い
た
。
《
お
れ
》
と
《
女
》
と

の
や
り
取
り
は
、
そ
れ
自
体
は
、
《
お
れ
》
が
《
ふ
と
思
い
つ
》
い
て
の
も
の
、

つ
ま
り
は
単
起
的
な
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
《
女
》
の
拒
絶
を

受
け
た
《
お
れ
》
の
、
《
誰
か
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
、
お
れ
の
も
の
で

な
い
理
由
だ
と
い
う
、
訳
の
分
ら
ぬ
論
理
を
正
体
の
つ
け
る
の
が
、
い
つ
も
の
こ
の

変
貌
で
あ
る
。
》
と
い
う
想
念
が
、
類
似
の
出
来
事
が
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
《
工
事
場
や
材
料
置
場
の
ヒ
ュ

l
ム
管
》
に
つ
い

て
の
話
は
、
《
時
た
ま
お
れ
は
錯
覚
し
た
。
》
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
何
度

も
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
二
つ
の
掃
話

は
、
い
ず
れ
も
括
復
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
続
く

《
お
れ
》
と
《
彼
》
と
の
聞
の
出
来
事
も
ま
た
、
《
お
れ
》
が
こ
れ
ま
で
、
《
お

れ
の
家
、
が
一
軒
も
な
い
の
は
伺
故
だ
ろ
う
?
》
と
い
う
疑
問
を
、
《
何
万
遍
》
も

反
復
す
る
ほ
ど
の
放
浪
を
続
け
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
し
で
も
、
幾
度

も
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
乙
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
乙
の
警
察

官
《
彼
》
の
背
後
に
は
、
複
数
の
警
察
官
《
披
》
の
次
官
か
あ
り
、
そ
れ
ら
警
察
官

の
総
て
号
、
《
彼
》
と
い
う
一
語
が
包
括
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

《
彼
》
と
い
う
人
称
代
名
詞
は
、
乙
乙
で
は
、
あ
る
特
定
の
人
物
を
指
し
示
す
乙

と
を
越
え
、
警
察
宮
と
い
う
特
定
の
職
種
の
人
々
一
般
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て

機
能
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
乙
の
《
彼
》
と
い
う
人
称
代
名
詞

が
、
作
品
の
最
終
場
面
で
も
同
様
に
機
能
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
最
終
場
面
に
登
場
す
る
《
彼
》
も
、
《
公
園
の
ベ

ン
チ
》
か
ら
《
お
れ
》
を
追
い
立
て
た
《
彼
》
と
、
少
な
く
と
も
同
じ
職
業
の
人

物
、
即
ち
、
警
察
官
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
《
踊
に
な
っ
た
お

れ
》
は
、
国
家
権
力
の
側
に
属
す
る
人
間
の
所
有
物
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

《
彼
》
に
拾
わ
れ
る
乙
と
で
、
初
め
て
、
《
お
れ
》
は
路
上
か
ら
離
れ
る
乙
と
に

な
っ
た
の
で
あ
り
、
乙
の
後
、
《
彼
》
の
家
に
持
ち
帰
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
《
お
れ
》
が
既
存
の
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
求
め
る
人
物
で
あ
っ
た
乙
と
か

ら
す
れ
ば
、
乙
れ
に
よ
っ
て
《
お
れ
》
の
願
い
は
叶
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
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《
彼
》
に
拾
わ
れ
た
《
お
れ
》
は
、
更
に
、
《
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
》
に
移
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
乙
乙
に
至
っ
て
、
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
》
は
、
《
玩
具
》
に
等

し
い
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
の
《
玩
具
》
と
は
、
直
接
に
は
、
子
供
の

遊
び
道
具
の
意
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
思
い
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
も
の
、

取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
い
っ
た
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
よ
う
。
《
お
れ
》
は
、
《
彼
》

に
拾
わ
れ
る
こ
と
を
契
機
に
、
既
存
の
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
果
た
し
た
と
言
え

る
も
の
の
、
そ
れ
は
結
局
、
権
力
の
思
い
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、

『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ

ヤ』

(
回
目
)
の
結
末
で
あ
る
。

『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』
で
は
、
《
植
物
病
》

に
か
か
っ
た
主
人
公
が
、
抵
抗
も
空
し
く
、
《
政
府
の
保
証
》
付
き
の
植
物
園
に

収
容
さ
れ
て
し
ま
う
。
乙
の
作
品
に
お
い
て
、
国
家
権
力
の
下
に
取
り
込
ま
れ
る

こ
と
が
、
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
つ
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
乙
れ
は
本
作
品
で



も
同
様
で
あ
ろ
う
。

(
安
部
文
学
に
お
い
て
、
国
家
権
力
が
、
常
に
否
定
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
の
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
)

尤
も
、
《
お
れ
》
の
レ

ベ
ル
で
考
え
れ
ば
、
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
求
め
て
い
た
《
お
れ
》
が
、
自
身
の

《
玩
具
》
化
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
作
者
の
レ
ベ

ル
で
考
え
れ
ば
、
乙
の
《
お
れ
》
の
《
玩
具
》
化
、
並
び
に
、
そ
れ
を
も
た
ら
し

た
《
お
れ
》
の
《
繭
》
化
は
、
明
ら
か
に
、

マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
点
は
、
本
作
品
の
視
点
の
移
動
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者

は
、
乙
の
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
》
の
行
き
着
く
先
を
、
冷
静
に
見
つ
め
て
い
る
と

言
え
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
最
終
場
面
に
先
行
す
る
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。

《
後
に
大
き
な
空
っ
ぽ
の
踊
が
残
っ
た
。

乙
れ
で
や
っ
と
休
め
る
の
だ
。
夕
陽
が
赤
々
と
繭
を
染
め
て
い
た
。

乙
れ
だ
け
は
確
実
に
誰
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
お
れ
の
家
だ
。
だ
が
、
家
が

あ
あ
、

出
来
て
も
、
今
度
は
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
が
い
な
い
。
》

《
夕
陽
が
赤
々
と
繭
を
染
め
て
い
た
。
》
と
い
う
一
文
に
、
最
も
明
確
に
表
れ

て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
最
終
場
面
を
含
む
、
乙
の
引
用
以
降
に
お
け
る
視
点
は
、

《
お
れ
》
の
そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
《
お
れ
》
の
担
念
や
記
憶
を

盛
り
込
み
な
が
ら
、
物
語
は
、
《
お
れ
》
の
視
点
に
添
っ
て
語
り
続
け
ら
れ
て
き

た
。
物
語
を
映
し
出
す
カ
メ
ラ
を
想
定
す
れ
ば
、
カ
メ
ラ
は
、
常
に
《
お
れ
》
の

眼
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
引
用
以
降
で
は
、
語
り
手

は
《
お
れ
》
の
ま
ま
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
カ
メ
ラ
は
《
お
れ
》
の
外
部
に
あ
り
、

《
お
れ
》
の
見
る
乙
と
の
不
可
能
な
情
景
を
映
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
カ
メ
ラ
の

位
置
に
重
な
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
作
者
の
眼
で
あ
ろ
う
。
カ
メ
ラ
の
位
置
の
変

化
ば
か
り
で
は
な
い
。
《
最
初
腹
を
た
て
た
が
、
す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し

た
と
思
い
な
お
し
て
》
と
い
う
よ
う
に
、
《
お
れ
》
が
立
ち
入
る
乙
と
の
で
き
る

は
ず
の
な
い
、
《
彼
》
の
感
情
の
変
化
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
乙
乙
で
は
、
も

は
や
、
形
式
上
の
語
り
手
は
《
お
れ
》
の
ま
ま
と
は
言
え
、
空
費
的
な
語
h
y手
は
、

作
者
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
作
者
は
、
《
繭
に
な
っ
た

お
れ
》
の
《
玩
具
》
へ
の
転
落
を
、
客
観
的
に
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

《
お
れ
の
全
身
を
袋
の
よ
う
に
包
み
込
》
む
よ
う
に
し
て
で
き
た
(
こ
の
時
《
お

れ
》
の
両
足
は
ほ
ぼ
完
全
に
ほ
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

乙
の
《
全

身
》
と
は
、
両
足
を
除
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
)
、
《
大
き
な
》
は
ず
の
《
繭
》

が
、
《
彼
》
に
拾
わ
れ
る
時
に
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
る
ほ
ど
小
さ
な
も
の
と
さ
れ

て
い
る
の
も
、
《
お
れ
》
の
卑
小
な
存
在
へ
の
転
落
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。

4 
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《
お
れ
》
は
既
存
の
《
故
郷
》
へ
の
帰
属
を
果
た
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
結
局
、

権
力
の
思
い
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る

『
赤
い
繭
』
か
ら
、
国
家
に
帰
属
す
る
乙
と
は
自
己
喪
失
を
も
た
ら
す
、

と
い
う
作
者
の
認
識
を
読
み
取
る
乙
と
も
、
確
か
に
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

か
ら
、

《
お
れ
》
の
《
玩
具
》
化
ま
で
を
射
程
に
入
れ
て
、
初
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
、
本
作
品
は
、
巣
と
も
り
の
姿
勢
の
無
意
味
さ

を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
作
品
中
で
は
、
歩
き
回
る
と
い
う
行

為
で
示
さ
れ
る
、
主
体
的
な
行
動
を
失
い
、
対
社
会
的
な
関
心
を
遮
断
し
た
、
自

聞
に
よ
る
自
足
状
態
に
陥
る
乙
と
は
、
結
局
は
権
力
の
側
に
取
り
込
ま
れ
、
自
由

を
失
う
乙
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
乙
に
は
ま
た
、



安
部
が
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
耽
溺
し
た
、
リ
ル
ケ
と
の
決
別
の
意
味
も
託
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
触
れ
た
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
は
、
《
本

当
に
書
き
始
め
る
前
に
僕
の
〈
リ
ル
ケ
論
〉
が
必
要
な
の
だ
。
》
《
と
り
わ
け
僕

は
マ
ル
テ
の
手
記
に
つ
い
て
書
い
て
見
た
い
。
勿
論
マ
ル
テ
の
手
記
を
書
く
こ
と

で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
マ
ル
テ
の
や
う
に
書
く
乙
と
〉
は
そ
れ
ほ
ど
違
は
な

い
の
か
も
知
れ
な
い
。

V
等
、
リ
ル
ケ
に
関
す
る
記
述
の
頻
発
す
る
、
安
部
の
リ

『
赤
い
踊
』
で
の
、

ル
ケ
へ
の
傾
倒
を
明
ら
か
に
示
す
作
品
で
あ
る
。
従
っ
て
、

《
繭
》
と
化
し
た
《
お
れ
》
の
否
定
は
、
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
の
主
人
公

《
僕
》
の
姿
勢
の
否
定
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
、
リ
ル
ケ
的
な
生
を
選
び
取
ろ
う
と

し
て
い
た
、
嘗
て
の
安
部
自
身
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

短
編
集
「
夢
の
逃
亡
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
安
部
は
リ
ル
ケ
に
つ
い

て、

《
リ
ル
ケ
と
い
う
の
は
私
に
と
っ
て
、
じ
つ
は
第
二
次
大
戦
中
の
シ
ン
ボ
ル

だ
っ
た
の
だ
。
い
ま
考
え
て
み
る
と
、
あ
の
シ
ン
ボ
ル
が
意
味
し
て
い
る
も

の
は
、

「
死
者
の
平
和
」
だ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
死
と
な
れ
あ
う
た
め

に
、
私
が
選
ん
だ
、
死
の
国
へ
の
案
内
図
だ
っ
た
の
だ
。
私
の
戦
後
は
、
乙

ん
な
ふ
う
に
、
ま
ず
死
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
》

と
述
べ
て
い
る
。
本
作
品
に
お
け
る
、
リ
ル
ケ
的
な
巣
と
も
り
の
姿
勢
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
《
お
れ
》
の
《
繭
》
化
も
ま
た
、
《
死
者
の
平
和
》
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
赤
い
繭
』
第
二
・
第
三
段
落
を
引
用
す
る
。

《
電
柱
に
も
た
れ
て
小
便
を
す
る
と
、
そ
こ
に
は
時
折
縄
の
切
端
な
ん
か
が

落
ち
て
い
て
、
お
れ
は
首
を
く
く
り
た
く
な
っ
た
。
縄
は
横
目
で
お
れ
の
首

を
に
ら
み
な
が
ら
、
兄
弟
、
休
も
う
よ
。
ま
っ
た
く
お
れ
も
休
み
た
い
。
だ

が
休
め
な
い
ん
だ
。
お
れ
は
縄
の
兄
弟
じ
ゃ
な
し
、
そ
れ
に
ま
だ
何
故
お
れ

の
家
が
な
い
の
か
納
得
の
ゆ
く
理
由
が
つ
か
め
な
い
ん
だ
。

夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
む

た
め
に
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い

か
。
》

注
目
す
べ
き
は
、
第
二
段
落
で
の
H

休
む
H

と
い
う
言
葉
が
、
死
を
意
味
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
第
三
段
落
の
そ
れ
は
、
平
穏
・
安
息
に
繋
が
る
、
休
息
・
眠

り
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
異
な
っ

た
意
味
内
容
が
、
共
に

H

休
む
H

と
い
う
同
一
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
、
そ
れ

が
、
二
つ
の
段
落
の
間
で
、
滑
ら
か
に
変
換
さ
れ
て
い
る
。
乙
こ
に
、
作
者
の
意

図
的
な
操
作
を
認
め
る
乙
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
連
続
し
た
二
つ
の
段
落

の
中
で
、

H

休
む
H

と
い
う
言
葉
に
、
二
つ
の
異
な
っ
た
意
味
内
容
を
持
た
せ
る

乙
と
に
よ
っ
て
、
乙
れ
以
降
に
登
場
す
る
H

休
む
u

と
い
う
言
葉
に
、
そ
れ
が
直

接
に
は
片
方
の
意
味
内
容
の
み
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
同
時
に
も
う
一
方
の

意
味
内
容
を
も
暗
示
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
《
お

れ
》
は
、
自
身
が
《
繭
》
(
家
)
と
化
し
た
時
、
《
あ
あ
、
乙
れ
で
や
っ
と
休
め
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る
の
だ
。
》
と
つ
ぶ
や
く
。
乙
乙
で
の
H

休
む
u

と
い
う
言
葉
は
、
直
接
に
は
休

息
・
眠
り
の
意
味
を
持
つ
の
だ
が
、
乙
の
言
葉
が
、
既
に
死
の
意
味
で
も
使
わ
れ

て
い
る
為
に
、
背
後
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
漂
わ
せ
る
乙
と
に
な
る
。

こ
こ
で

《
お
れ
》
は
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
平
穏
を
得
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、

H

休
む
u

と
い
う
言
葉
の
持
つ
、
異
な
る
こ
つ
の
意
味
内
容
が
、
行
動

一
つ
の
意
味
に
括
る
乙
と
が
で
き
る
乙
と
か
ら
す
れ
ば
、
《
お

の
停
止
と
い
う
、

れ
》
の
行
動
の
停
止
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
平
穏
と
を
結



ぴ
付
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

ま
た
、
第
二
段
落
に
お
い
て
、
《
兄
弟
、
休
も
う
よ
。
》
と
、
《
お
れ
》
に
死

の
誘
い
を
掛
け
る
の
は
、
《
縄
の
切
端
》
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
《
お
れ
》
の
行
動

を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
《
お
れ
》
の
《
繭
》
(
家
)
へ
の
変
形
は
、
《
お

れ
》
が
、
《
縄
》
の
《
兄
弟
》
と
も
見
な
し
得
る
、
《
糸
》
と
し
て
ほ
ぐ
れ
る
こ

と
か
ら
始
ま
る
。
乙
乙
で
も
や
は
り
、
平
穏
を
も
た
ら
す
は
ず
の
家
が
形
成
さ
れ

る
乙
と
の
背
後
に
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
《
お
れ
》

の
行
動
の
停
止
が
、
死
の
イ
メ

l
ツ
と
平
穏
と
を
結
び
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
無
論
、
乙
乙
に
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
死
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
《
家
が
出
来
て
も
、
今
度
は
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
が

い
な
い
。
》
と
い
う
状
態
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
比
倫
的
に
、
行
動
の
主
体

の
死
と
言
い
得
る
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
《
お
れ
》
の
喪
失
、
即

ち
、
死
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
《
死
者
の
平
和
》
と
は
、
主
体

的
な
行
動
を
捨
て
去
っ
た
平
穏
に
ほ
か
な
る
ま
い
が
、
本
作
品
の
内
部
で
も
、

《
お
れ
》
の
《
繭
》
化
を
、
《
死
者
の
平
和
》
と
し
て
イ
メ
l
ツ
さ
せ
る
よ
う
な
、

安
部
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
《
お
れ
》
は
、
自
身
を
《
繭
》
と
化
し

た
時
、
《
死
者
の
平
和
》
を
獲
得
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
《
死
者
の
平
和
》
の
無
意
味
さ
が
、
最
終
場
面
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
 

安
部
は
、
「
リ
ル
ケ
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い

る

《
戦
争
の
な
か
で
生
れ
育
っ
た
ぼ
く
ら
の
世
代
は
、
戦
争
の
哲
学
し
か
知
ら

き
れ
な
か
っ
た
。
反
戦
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
耳
に
し
た
こ
と
さ
え
な
か
っ

た
。
し
か
し
ぼ
く
は
、
な
ぜ
か
そ
の
戦
争
の
哲
学
に
な
じ
め
な
か
っ
た
。
世

界
を
拒
み
、
世
界
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
怖
れ
の
な
か
で
、
リ
ル
ケ
の

世
界
は
、
す
ば
ら
し
い
冬
眠
の
巣
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ぼ
く
は

リ
ル
ケ
の
世
界
、
と
り
わ
け
『
形
象
詩
集
』
と
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
耽
溺

し
た
。
銃
を
か
つ
ぎ
、
雨
や
ほ
乙
り
の
中
を
、
行
軍
演
習
し
な
が
ら
も
、
同

時
に
ぼ
く
は
、
あ
の
洗
い
た
て
の
敷
布
の
よ
う
な
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
リ
ル

ケ
の
言
葉
に
く
る
ま
り
、
別
の
世
界
を
感
じ
つ
づ
け
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
の
耽
溺
感
を
、
今
な
ら
分
析
で
き
る
。
リ
ル
ケ
の
世
界
は
、
時
間
の
停

止
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
停
止
と
い
う
よ
り
も
、
遮
断
と
い
っ
た
ほ
う
が
、
も
つ

と
正
確
か
も
し
れ
な
い
。

V

乙
の
発
言
は
、
『
赤
い
繭
』
の
、
既
存
の
《
故
郷

V
K帰
属
し
得
な
か
っ
た

《
お
れ
》
が
《
繭
》
と
な
る
筋
と
も
、
最
終
場
面
冒
頭
の
、
《
繭
の
中
で
時
が
と

だ
え
た
。
》
と
い
う
一
文
と
も
、
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
乙
乙
か
ら
も
、

『
赤
い

繭
』
が
、
リ
ル
ケ
的
な
巣
と
も
り
の
姿
勢
の
否
定
乙
そ
を
、
中
心
主
題
と
し
て
い

る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
乙
乙
で
安
部
は
、
《
リ
ル
ケ
の
言
葉
に
く

る
ま
り
、
別
の
世
界
を
感
じ
っ
。
つ
け
て
》
い
た
自
分
が
、
結
局
は
、
国
家
権
力
が

-24一

強
要
す
る
生
の
在
り
方
を
受
け
入
れ
、
《
銃
を
か
つ
ぎ
、
雨
や
ほ
こ
り
の
中
を
、

行
軍
演
習
》
し
て
い
た
と
と
を
語
っ
て
い
る
。
リ
ル
ケ
の
世
界
は
、
精
神
の
避
難

場
所
と
は
成
り
得
て
も
、
社
会
的
な
自
由
の
獲
得
へ
と
、
人
を
赴
か
せ
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

安
部
は
、

『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
に
よ
っ
て
、
小
説
家
と
し
て
の
出
発
を
果

た
し
た
後
、

『
異
端
者
の
告
発
』
や
『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』
と
い
っ
た
、
シ
ュ

l

ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
経
由
し
て
コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
へ
、
と
い
う
彼
の
思
担
的
な
変
遺

の
中
に
位
置
付
け
得
る
、
対
社
会
的
な
姿
勢
を
明
確
に
示
す
作
品
を
執
筆
す
る
一

方
、
そ
れ
と
平
行
し
て
、
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
の
よ
う
な
、
非
社
会
的
な

姿
勢
を
示
す
作
品
を
も
執
筆
し
て
き
た
。
乙
乙
に
は
、
安
部
が
、
針
生
一
郎
と
の



{
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対
談
「
解
体
と
綜
ム
巳
の
中
で
語
っ
て
い
る
、
《
リ
ル
ケ
的
な
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
の
対
決
を
自
分
の
中
で
き
し
て
い
た
。
》
《
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も

の
と
戻
ろ
う
と
す
る
も
の
と
が
絶
え
ず
入
り
ま
じ
っ
て
妥
協
し
た
り
反
接
し
た
り

し
て
い
た
。
》
と
い
う
思
想
上
の
揺
れ
が
、
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
リ

ル
ケ
へ
の
傾
倒
を
示
す
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
の
執
筆
が
、
昭
和
二
十
三
年

{
B
)
 

の
十
月
を
も
っ
て
中
絶
さ
れ
た
乙
と
か
ら
す
れ
ば
、
乙
の
時
点
で
、
安
部
の
リ
ル

ケ
と
の
決
別
は
、
ほ
ぼ
果
た
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
安
部
は

『
赤
い
繭
』
は
、
コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム

ま
だ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

に
接
近
し
な
が
ら
も
、
未
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
た
り
得
な
か
っ
た
安
部
が
、
共
産
党

入
党
を
前
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
歩
み
を
振
り
返
り
、
嘗
て
の
リ
ル
ケ
的

な
巣
ご
も
り
の
姿
勢
が
、
自
己
の
社
会
的
自
由
の
獲
得
に
、
何
ら
の
有
効
性
を
も

(
9
)
 

持
た
な
い
乙
と
を
、
再
確
認
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

乙
こ
で
、
も
う
一
度
、
作
品
の
最
終
場
面
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
警
察
官
で

あ
る
《
彼
》
が
、
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
》
を
見
つ
け
た
の
は
、
《
汽
車
の
踏
切
と

レ
ー
ル
の
間
》
で
あ
っ
た
。
伺
故
、
《
汽
車
の
踏
切
と
レ
l
ル
の
間
》
な
の
か
。

乙
乙
で
は
、
恐
ら
く
、
本
作
品
執
筆
に
先
立
つ
、
回
和
二
十
四
年
の
七
月
か
ら
八

月
に
か
け
て
相
次
い
で
起
こ
っ
た
、
下
山
・
三
鷹
・
松
川
の
列
車
事
件
が
念
頭
に

置
か
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
ら
三
事
件
で
は
、
共
産
党
員
や
国
鉄
労
働
組
合
員
が
そ

の
犯
人
と
目
さ
れ
た
。
本
作
品
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
年
に
は
、
レ
ッ
ド
・

パ
ー
ツ
が
始
ま
り
、
共
産
党
中
央
委
員
の
追
放
や
、
党
機
関
誌
『
ア
カ
ハ
タ
」
の

発
行
停
止
が
行
わ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
は
、
厳
し
い
弾
圧
の
中
に
あ
っ
た

『
赤
い
繭
』
の
《
赤
》
が
、
コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
の

H

赤
u

の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、

だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
暗
閣
の
中
で
、
《
内
側
か
ら

照
ら
す
》
光
に
よ
っ
て
、
た
だ
一
つ
自
ら
光
る
《
繭
》
の
《
赤
》
さ
は
、
《
自
分

独
り
の
昼
》
を
表
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

乙
の
色
彩
が
、

コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
を
連
盟
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
乙
と
も
、
ま
た
、
確
か
で
あ
り
、

《
繭
に
な
っ
た
お
れ
》
を
見
つ
け
た
《
彼
》
が
、
《
最
初
腹
を
た
て
た
が
、
す
ぐ

に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た
と
思
い
な
お
》
す
の
も
、

こ
の
点
に
係
わ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

リ
ル
ケ
的
な
巣
と
も
り
の
姿
勢
は
、
《
自
分
独
り
の
昼
》
を
持
と
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
《
人
々
に
共
通
な
も
の
と
し
て
在
る
昼
》
に
、
即
ち
、
既
成
秩
序
に

従
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
、

コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
既
成
秩
序
を
脅
か
す
ほ
ど
の
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、

《
彼
》
は
、
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
を
、
汽
車
の
踏
切
と
レ

l
ル
の
間
で
見
つ
け

た
》
時
、
《
最
初
腹
を
た
て
た
》
も
の
の
、
《
す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た

と
思
い
な
お
》
す
の
で
あ
る
。
巣
ご
も
り
の
姿
勢
は
、
弾
圧
を
受
け
る
乙
と
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局
、
《
玩
具
》
と
し
て
国
家
権
力
の
下
に
取
り
込
ま
れ
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る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
《
彼
》
に
、
《
繭
に
な
っ
た
お
れ
を
、
汽
車
の
踏
切

と
レ
l
ル
の
間
で
見
つ
け
》
さ
せ
る
乙
と
を
適
し
て
、
安
部
は
、
巣
ご
も
り
の
姿

勢
の
無
意
味
さ
を
描
き
な
が
ら
、
同
時
に
、
コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
・
共
産
党
に
も
目
を

向
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
赤
い
繭
』
で
、
巣
ご
も
り
の
姿
勢
の
無
意
味
さ
を
再
確
認
し
た
安
部
は
、

『
三
つ
の
寓
話
』
と
い
う
総
タ
イ
ト
ル
の
下
に
、
『
赤
い
繭
』
と
共
に
発
表
さ
れ

た
『
洪
水
』
に
お
い
て
、
労
働
者
の
液
化
が
《
富
め
る
人
た
ち
》
を
恐
怖
に
陥
れ
、

遂
に
は
人
類
を
絶
滅
さ
せ
る
様
と
、
新
た
な
人
類
誕
生
の
苓
兆
を
描
い
て
、
コ
ミ
ユ

ニ
ズ
ム
へ
の
期
待
と
讃
辞
と
を
表
明
し
、
も
う
一
編
の
『
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
』
で

は
、
外
界
を
遮
断
し
、
《
赤
い
チ
ョ
ー
ク
》
の
力
で
《
新
し
い
世
界
》
を
創
造
し

ょ
う
と
す
る
、
画
家
の
ア
ル
ゴ
ン
君
が
、
挫
折
し
、
《
世
界
や
そ
っ
く
り
か
え
る
の



は
、
チ
ョ
ー
ク
で
は
な
い
。
》
と
の
認
識
に
至
る
ま
で
を
描
く
。
乙
の
『
魔
法
の

チ
ョ
ー
ク
』
に
お
け
る
、
《
赤
い
チ
ョ
ー
ク
》
の
《
赤
》
も
、
そ
の
チ
ョ
ー
ク
の

力
が
、
《
太
陽
の
光
の
前
で
は
無
効
で
あ
る
》
と
さ
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
、
《
自

分
独
り
の
昼
》
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
赤
い
繭
』
を
始
め
と
す
る

『
三
つ
の
寓
話
』
を
執
筆
す
る
こ
と
で
、
安
部
は
一
歩
一
歩
、
共
産
党
入
党
へ
と

歩
を
進
め
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
も
な
く
安
部
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の

作
家
と
し
て
、
彼
の
望
む
《
故
郷
》
を
獲
得
す
べ
く
、
外
界
の
変
革
へ
と
踏
み
出

『
赤
い
繭
』
に
即
し
て
言
え
ば
、
歩
き
回
る

し
て
ゆ
く
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

と
い
う
行
為
で
示
さ
れ
て
い
た
、
主
体
的
な
行
動
を
失
う
こ
と
な
く
、
そ
の
方
向

性
を
変
え
る
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注

)
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(
 

「
解
説
」
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
l
氏
は
、
そ
の
著
書
『
疎
外
の
構
図
|
安
部
公
房
・
ベ

筑
摩
書
房
『
新
鋭
文
学
叢
書
2
安
部
公
房
集
』

(
岡
部
・
ロ
)

(2) 

ケ
ッ
ト
・
カ
フ
カ
の
小
説
|
』

(
新
潮
社
、
昭
印
・

6
)
の
中
で
、
次
の
よ
う

陀
論
じ
て
い
る
。

〈
自
分
の
家
を
探
し
求
め
る
主
人
公
自
身
が
、
社
会
の
中
に
自
分
の
場
所
を

得
ょ
う
と
す
る
人
間
一
般
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
社
会
(
彼

を
追
い
立
て
る
女
と
警
官
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
)
が
非
人
間
化
さ
れ
、
ぃ

「
場
所
」
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
真
の

つ
わ
り
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

自
我
を
失
う
と
い
う
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
〉

同
様
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
松
原
新
一
民
に
は
、
『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ

リ
ヤ
』
と
『
赤
い
繭
』
を
繋
い
だ
上
で
、
〈
家
で
あ
れ
、
故
郷
で
あ
れ
、
国
家

で
あ
れ
、
な
ん
で
あ
勺
て
も
よ
い
が
、
な
ん
ら
か
の
共
同
体
に
帰
属
す
る
こ
と

「
政
府
の
保
証
」
つ
き
の
よ
う
な
「
平
穏
」
を
個
人
に
も
た
ら
す
と
し
て

も
、
そ
れ
と
引
き
か
え
の
よ
う
に
し
て
人
は
自
己
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

カ2と
い
う
わ
け
だ
。
〉
と
す
る
論
(
「
否
定
の
精
神
|
安
部
公
房
小
論
」

の
世
界
・
安
部
公
房
』
番
町
書
房
、
昭
日
・
日
所
収
)
が
あ
り
、
五
十
嵐
亮
子

氏
に
は
、
八
家

(
H
そ
の
社
会
へ
の
帰
属
根
拠
)
を
捜
し
て
い
る
と
家
は
あ
る

『
作
家

け
れ
ど
帰
る
自
分
は
な
い
臨
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て

い
る
故
、
そ
の
テ
l
マ
は
H

帰
属
根
拠
を
与
え
る
代
わ
り
に
内
的
自
己
を
喪
失

(3) 

さ
せ
る
社
会
u

で
あ
〉
る
、
と
し
た
論
(
「
初
期
安
部
公
房
研
究
|
寓
意
空
間

の
創
造
|
」
『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』
第
印
号
、
岡
田
・

3
)
が
あ
る
。

本
多
秋
五
「
変
貌
の
作
家
安
部
公
房
」

(
『
週
刊
読
書
人
』
回
訂
・

l
-
n

号

t
3
・
ロ
号
)
。
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(4) 

『
国
文
学
』
昭
叫
・
6
。

(6) (5) 

徳
間
害
届
、
昭
必
・
4
。

原
題
「
リ
ル
ケ
|
苦
痛
の
記
憶
・
そ
の
後
」
。
筑
摩
書
房
『
詩
の
本
」

E

(
岡
崎
・

3
)
に
執
筆
。
「
リ
ル
ケ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
新
潮
社
『
安
部
公

房
全
作
品
目
」

『
新
日
本
文
学
」
回
目
・

2
。

(
岡
崎
・
7
)
に
収
録
。

ω
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
か
ら
、
同
二
十
四
年

一
月
に
か
け
て
、
六
回
に
わ
た
っ
て
、
『
綜
合
文
化
』
並
び
に
『
近
代
文
学
』

に
分
載
さ
れ
た
。
最
後
に
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
『
綜
合
文
化
』
昭
和
二
十
三
年

十
二
月
号
掲
載
分
で
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
、
《
(
第
一
部

八
・
十
・
七
》
と
、
脱
稿
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
。

を
は
り
)

一
九
四

安
部
の
共
産
党
へ
の
入
党
が
い
つ
な
の
か
、
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。



し
か
し
、
安
部
自
身
の
手
に
よ
る
、
筑
摩
書
房
『
新
鋭
文
学
叢
書
2
安
部
公
房

集
』
(
注

ω参
照
)
所
収
の
「
霊
巴
に
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
項
に
、
《
赤

い
繭
」
で
、
第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
。
思
担
的
に
は
、
次
第
に
コ
ン
ミ
ユ
ニ

ズ
ム
に
接
近
。
》
と
あ
り
、
翌
二
十
六
年
の
項
に
、
《
「
壁
|
l
S
カ
ル
マ
氏

の
犯
罪
」
で
、
第
二
十
五
回
芥
川
賞
受
賞
。
工
場
街
の
文
学
サ
ー
ク
ル
の
組
織

を
す
る
。
》
と
あ
る
。
乙
の
記
述
か
ら
し
て
、
『
赤
い
繭
』
の
頃
の
安
部
は
、

『
赤
い
繭
」
が
第
二
回

ま
だ
入
党
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
向
、

戦
後
文
学
賞
を
受
賞
し
た
の
は
、
正
確
に
は
翌
二
十
六
年
の
四
月
。
ま
た
、
安

部
の
コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
へ
の
接
近
は
、

『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』

(
発
表
は
岡
弘

8
、
脱
稿
は
回
お
・

4
)
に
、
既
に
そ
の
端
緒
が
認
め
ら
れ
る
。

O 

本
稿
に
お
け
る
、
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『
赤
い
繭
』
か
ら
の
引
用
は
、
新
潮
社
『
安
部
公
房
全
作

(回
U
・
5
)
に
、
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
か
ら
の
引
用
は
、
真
善

美
社
・
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
新
人
創
作
選
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
(
回

n-m)

に
、
そ
の
他
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
誌
に
拠
る
。
引
用
に

際
し
て
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
作
品
タ
イ
ト
ル
の
後
に
括
弧

付
き
で
記
し
て
い
る
の
は
、
作
品
の
発
表
年
次
で
あ
っ
て
、
執
筆
年
次
で
は
な

口
問

2
』

L、
。


